
は
し
が
き

　

統
治
行
為
論
は
、
法
の
支
配
と
政
治
の
は
ざ
ま
の
中
で
揺
れ
動
い
て
き
た
。
統
治
行
為
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
は
、
政
治
的
に
重
要

な
も
の
が
多
く
、
そ
れ
が
裁
判
の
対
象
と
な
り
、
仮
に
違
憲
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
判
決
は
政
治
社
会
に
強
烈
な
衝
撃
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
統
治
行
為
論
は
、
法
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
の
世
界
に
お
い
て
も
相
当
な
関
心
を
集
め
る

も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
伴
い
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
危
険
性
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
統
治
行
為
の
理
論

的
研
究
は
政
治
的
、
党
派
的
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
特
に
中
立
性
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
統
治
行
為
論
は
、
そ
の
重
要
性
、
特
殊
性
か
ら
、
ほ
ぼ
ど
の
憲
法
の
概
説
書
で
も
司
法
権
の
限
界
の
一
項
目
で
扱
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
い
ま
だ
に
外
せ
な
い
や
は
り
重
要
な
論
題
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
統
治
行
為
論
は
、
理
論
的
に

十
分
説
得
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
分
に
は
さ
せ
る
の
で
は
あ
る
が
、
腑
に
落
ち
た
と

ま
で
は
い
え
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
・
学
説
で
か
つ
て
形
成
さ
れ
た
理
論
が
、
特
に
実
務
に

お
い
て
そ
れ
ほ
ど
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
流
通
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
硬
直
的
な
状
況
の
な
か
で
、
実
際
の
裁
判
で

統
治
行
為
が
争
点
と
な
る
こ
と
が
、
近
年
徐
々
に
減
少
し
て
き
た
。
ま
た
、
実
務
的
関
心
が
薄
れ
る
に
し
た
が
い
、
統
治
行
為
に
関
す

る
論
文
の
発
表
も
少
な
く
な
り
、
理
論
的
深
化
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

筆
者
は
、
学
会
で
の
流
行
に
逆
行
し
つ
つ
も
、
理
論
的
に
納
得
い
く
よ
う
な
統
治
行
為
論
を
組
み
立
て
る
た
め
に
、
以
前
、
統
治
行

為
に
関
す
る
諸
論
文
を
書
い
た
。
そ
の
諸
論
文
の
な
か
で
、
統
治
行
為
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
と
し
て
、「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を

超
え
る
可
能
性
」「
判
決
自
体
が
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
を
起
こ
す
可
能
性
」、
こ
の
二
つ
の
補
完
と
し
て
、「
判
断
の
基
準
と
な
る
明

確
な
法
規
範
が
存
在
し
な
い
こ
と
」、
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
自
己
の
思
考
の
進
展
や
現
実
世
界
の
変
転
か
ら
刺
激
を
受
け

i



た
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
、
統
治
行
為
を
認
め
る
要
件
を
絞
り
込
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
達
し
た
。
合
法
性
を
破
る
可
能

性
に
つ
い
て
は
、
対
象
自
体
の
緊
急
性
、
切
迫
性
を
要
件
に
追
加
す
べ
き
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
ま
た
、
判
決
自
体

の
も
た
ら
す
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
法
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
た
混
乱
と
、
政
治
的
な
混
乱
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
要
件
か
ら
外
れ
た
も
の
は
裁
判
所
が
審
査
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
政

治
的
困
難
に
つ
い
て
は
、
国
民
主
権
の
発
動
に
よ
っ
て
解
消
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
い
に
至
っ
た
。
右

の
よ
う
な
理
論
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
第
一
部
で
扱
っ
て
い
る
。
な
お
、
第
一
章
と
第
二
章
は
重
複
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
第
一
章
で
理
論
の
概
要
を
述
べ
、
第
二
章
で
や
や
詳
し
く
学
説
等
を
検
討
し
自
己
の
理
論
を
展
開
す
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
第
一
章
で
は
、
わ
が
国
の
統
治
行
為
に
関
連
す
る
判
例
の
分
析
も
新
た
に
行
っ
た
。

　

本
書
の
第
二
部
で
は
、
条
約
に
対
す
る
裁
判
の
審
査
の
範
囲
と
限
界
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
限
界
の
一
つ
で
あ
る
統
治

行
為
に
つ
い
て
、
特
に
意
識
し
て
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
憲
法
学
で
は
、
外
国

の
制
度
紹
介
は
一
部
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
自
国
で
の
条
約
審
査
に
つ
い
て
正
面
か
ら
研
究
し
た
も

の
は
少
な
い
。
あ
っ
て
も
条
約
内
容
の
審
査
に
つ
い
て
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
辺
に
わ
が
国
の
研
究
の
あ
り
か
た
の
い
び

つ
さ
を
感
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
歪
み
を
是
正
し
た
い
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
本
書
で
は
、
わ
が
国
で
の
条
約
の
司
法
審
査
に
つ
い
て
一

通
り
研
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
第
二
部
第
一
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
・
判
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
条
約
の
締
結
手
続
か
ら

終
了
に
至
る
ま
で
、
個
々
の
局
面
に
つ
い
て
の
裁
判
に
よ
る
審
査
の
可
能
性
お
よ
び
統
治
行
為
論
の
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
ま
た
、
第
二
章
で
は
、
条
約
に
関
す
る
一
連
の
手
続
の
な
か
か
ら
、
特
に
条
約
の
運
用
停
止
に
焦
点
を
当
て
て
、
条
約
の
運
用
停

止
が
統
治
行
為
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。
特
に
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
条
約
の
運
用
停
止
は
、
現
時
点
で
統
治
行
為

と
し
て
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
最
も
高
い
も
の
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
当
初
の
論
文
を
書
い
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
わ
が
国
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
新
し
い
判
例
や
学
説
の
出
現
お
よ
び
制
度
改

ii



正
（
特
に
フ
ラ
ン
ス
）
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
な
る
べ
く
本
書
に
織
り
込
む
よ
う
に
努
力
し
た
。

　

本
書
は
、
筆
者
が
所
属
す
る
西
南
学
院
大
学
か
ら
出
版
助
成
を
受
け
て
い
る
。
記
し
て
深
く
感
謝
し
た
い
。

　

ま
た
、
最
後
に
、
本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
法
律
文
化
社
の
畑
光
氏
と
八
木
達
也
氏
に
校
正
そ
の
他
に
つ
き
大
変
お
世
話
に
な
っ

た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　
　
二
〇
二
一
年
二
月 

齊 

藤 

芳 

浩

はしがき
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